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韓国大統領はなぜ悲惨な末路を迎えるのか

韓
国
大
統
領
は
な
ぜ

悲
惨
な
末
路
を
迎
え
る
の
か

訴

追

、

身

内

の

逮

捕

、

自

殺

…

…

。

木

村

幹

神

戸

大

学

教

授

政
権
末
期
に
繰
り
返
さ
れ
る
政
治
的
混
乱
の
原
因
を
探
る

2
0
1
6年
10
月
。
突
如
と
し
て
発
生

パ

ク

ク

ネ

し
た
、
朴
植
恵
大
統
領
と
そ
の
「
親
友
」

チ
ェ
ス
ン
シ
ル

と
さ
れ
る
雀
順
実
一
家
を
巡
る
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
は
、
た
ち
ま
ち
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
す

る
韓
国
各
地
で
の
大
統
領
退
陣
を
求
め
る

大
規
模
デ
モ
に
発
展
し
た
。
世
論
調
査
に

お
け
る
大
統
領
へ
の
支
持
率
も
一
け
た
台

ま
で
低
下
す
る
中
、
当
初
は
、
大
統
領
選

挙
へ
の
準
備
不
足
等
に
よ
り
方
針
を
決
め

か
ね
て
い
た
野
党
も
世
論
に
押
さ
れ
る
形

か
じ

で
大
統
領
即
時
退
陣
へ
と
舵
を
切
る
こ
と

と
な
り
、
国
会
に
弾
劾
案
が
上
程
さ
れ
た
。

同
じ
状
況
の
中
、
与
党
も
ま
た
大
き
く
混

朴
橿
裏
大
統
領
弾
劾
―
二

0
1
六
年

乱
し
、
弾
劾
支
持
派
と
反
対
派
に
分
裂
し

た
。
結
果
、

12
月
9
日
、
韓
国
国
会
で
は

｀
が
可
決
に
必
要
な
3
分
の
2
を
大

き
く
超
え
る
賛
成
を
得
て
可
決
さ
れ
た
。

と
は
い
え
こ
の
状
況
は
奇
妙
に
も
見
え

る
。
何
故
な
ら
朴
植
恵
大
統
領
と
崖
順
実

一
家
と
の
関
係
は
、
韓
国
現
代
政
治
を
扱

っ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
一
部
に
登
場
し
た

事
が
あ
る
等
、
兼
ね
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ

た
事
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
拘

ら
ず
、
こ
の
問
題
が
政
権
4
年
目
後
半
に

な
っ
て
突
如
と
し
て
本
格
化
す
る
の
は
不

自
然
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
未
だ
政
権
2
年

目
で
あ
っ
た
2
0
1
4年
、
当
時
の
産
経

新
聞
ソ
ウ
ル
支
局
長
が
こ
の
問
題
に
関
わ

る
記
事
を
ウ
ェ
プ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た
当

時
に
は
、
大
統
領
と
崖
順
実
一
家
の
関
係

は
政
治
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
ヘ
と
発
展
は
し

な
か
っ
た
。

当
然
の
事
な
が
ら
そ
の
背
景
に
あ
っ
た

の
は
、
任
期
終
盤
に
近
づ
き
大
統
領
に
対

す
る
支
持
率
が
低
下
す
る
と
、
そ
れ
ま
で

政
府
内
外
で
大
統
領
を
支
持
し
て
き
た
勢

力
が
一
斉
に
離
反
す
る
、
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。

2
0
1
4年
に
は
大
統
領
官
邸

の
強
い
意
を
受
け
る
形
で
大
統
領
の
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
を
報
道
し
た
産
経
新
聞
ソ
ウ
ル

支
局
長
の
起
訴
に
踏
み
切
っ
た
韓
国
検
察

は
、
僅
か
2
年
後
に
は
関
連
す
る
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
を
捜
査
す
る
側
に
回
り
、
大
統
領

と
崖
順
実
一
家
の
関
係
に
つ
い
て
事
細
か

に
暴
き
出
し
た
。
マ
ス
コ
ミ
も
ま
た
、
元

来
朴
植
恵
政
権
に
批
判
的
で
あ
っ
た
進
歩

系
メ
デ
ィ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
大
統
領
や
与

党
に
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
た
保
守
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＿ 
系
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
大
統
領
批
判
に
回

り
、
韓
国
世
論
は
大
統
領
退
陣
を
求
め
る

声
一
色
に
染
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
振
り
返
れ
ば
、
韓
国
、
と
り
わ

け
1
9
8
7年
に
民
主
化
が
為
さ
れ
た
後

の
韓
国
で
は
、
類
似
し
た
状
況
が
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
。
即
ち
、
民
主
化
直
後
に
大

ノ

テ

ウ

統
領
に
就
任
し
た
慮
泰
愚
は
政
権
末
期
に

入
る
と
深
刻
な
レ
イ
ム
ダ
ッ
ク
現
象
に
直

面
し
、
退
陣
後
は
自
ら
に
関
わ
る
不
正
蓄

.. 支 t
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慮武絃元大統領の国民葬

し
か
し
な
が
ら
、
民
主
化
以
後
の
韓
国

財
疑
惑
で
逮
捕
さ
れ
、
懲
役
17
年
の
判
決

を
受
け
る
事
と
な
っ
た
。

93
年
に
就
任
し
た
金
泳
三
も
ま
た
、
就

任
直
後
こ
そ
久
方
ぶ
り
の
「
文
民
政
権
」
誕

生
に
沸
く
世
論
の
歓
迎
を
受
け
た
も
の
の
、

政
権
末
期
に
は
時
恰
も
韓
国
を
襲
っ
た
ア

ジ
ア
通
貨
危
機
の
影
響
と
も
相
ま
っ
て
、

石
も
て
政
権
を
追
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
。

キ
ム
ア
ジ
ュ
ン

98
年
に
就
任
し
た
金
大
中
は
ア
ジ
ア
通

貨
危
機
か
ら
の
劇
的
な
脱
出
と
、

2
0
0
 

0
年
に
実
現
し
た
初
の
南
北
首
脳
会
談
の

中
、
民
主
化
後
の
歴
代
政
権
の
中
で
最
も

安
定
し
た
支
持
率
を
記
録
し
た
も
の
の
、

そ
れ
で
も
政
権
末
期
に
支
持
率
を
大
き
く

低
下
さ
せ
た
。
金
泳
三
、
金
大
中
両
政
権

下
に
お
い
て
は
大
統
領
の
子
息
を
巡
る
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
も
発
生
し
、
共
に
逮
捕
者
を

出
す
事
と
な
っ
て
い
る
。

韓
国
大
統
領
の
強
大
す
ぎ
る
権
力

の
歴
代
大
統
領
の
中
で
最
も
悲
惨
な
運
命

を
辿
っ
た
の
は
、

2
0
0
 
3
年
に
就
任
し

た
慮
武
絃
だ
っ
た
。
金
泳
三
や
金
大
中
、

更
に
は
そ
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
金
鍾

泌
と
い
っ
た
政
治
家
等
に
よ
る
古
い
政
治

的
文
化
か
ら
の
脱
却
を
掲
げ
て
登
場
し
た

慮
武
舷
は
そ
の
当
初
こ
そ
極
め
て
高
い
支

持
率
を
享
受
し
た
も
の
の
、
政
権
就
任
2

年
目
こ
ろ
か
ら
「
超
早
期
レ
イ
ム
ダ
ッ
ク

現
象
」
に
直
面
し
、
困
難
な
政
権
運
営
を

強
い
ら
れ
た
。
加
え
て
大
統
領
退
任
後
に

は
、
夫
人
や
実
兄
等
を
巡
る
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
が
発
生
し
、
慮
武
舷
は
次
第
に
追
い
詰

め
ら
れ
て
い
っ
た
。
結
果
、
自
ら
に
捜
査

の
手
が
迫
る
中
、
退
任
か
ら
僅
か
1
年
後

の
2
0
0
 
9
年
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
事
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
統
領

イ
ミ
ヨ
ン
バ
ク

に
就
任
し
た
李
明
博
も
ま
た
政
権
末
期
に

は
、
政
権
へ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
大

き
な
権
限
を
振
る
っ
た
実
兄
を
巡
る
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
が
発
生
し
、
深
刻
な
支
持
率
低

下
を
経
験
し
た
。
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韓国大統領はなぜ悲惨な末路を迎えるのか

で
は
、
ど
う
し
て
韓
国
で
は
、
ど
ん
な

に
政
権
が
変
わ
っ
て
も
大
統
領
を
巡
る
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
と
政
権
末
期
の
混
乱
が
繰
り

返
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
。
―
つ
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
韓
国
大
統
領
の
任
期
が
一
期
5

年
で
あ
り
、
再
選
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
事

で
あ
る
。
即
ち
、
韓
国
の
大
統
領
は
そ
の

当
選
の
瞬
間
か
ら
次
期
大
統
領
選
挙
に
出

馬
で
き
な
い
事
が
確
定
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
制
度
に
お
い
て
は
必
然
的
に
政
権

裔
に
入
る
と
、
盗
癸
移
浪
選
挙
を
見

越
し
た
勢
力
争
い
が
政
権
内
部
に
お
い
て

勃
発
し
、
現
職
大
統
領
の
威
信
は
大
き
く

失
墜
す
る
事
に
な
る
。
こ
れ
が
韓
国
の
大

統
領
を
巡
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
政
権
末
期

に
な
っ
て
勃
発
す
る
理
由
の
―
つ
で
あ

る。
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
は
韓
国
の
状

況
は
説
明
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
大
統
領

の
再
選
回
数
制
限
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
国
で
見
ら
れ
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仮
に
大
統
領
の

再
選
回
数
制
限
が
深
刻
な
政
治
的
混
乱
を

も
た
ら

必
ず
齋
す
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
大
統
領

の
任
期
を
二
期
通
算
8
年
に
限
っ
て
い
る

ア
メ
リ
カ
で
は
8
年
目
に
入
れ
ば
韓
国
と

類
似
し
た
政
治
的
混
乱
が
見
ら
れ
な
い
と

い
け
な
い
事
に
な
る
。
だ
が
実
際
の
ア
メ

リ
カ
で
は
二
期
目
の
大
統
領
政
権
末
期
に

一
定
の
レ
イ
ム
ダ
ッ
ク
現
象
こ
そ
見
ら
れ

る
も
の
の
、
韓
国
の
よ
う
な
極
端
な
混
乱

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
事
で
あ
る
。
何

故
な
ら
大
統
領
の
再
選
回
数
制
限
は
、
任

期
末
期
の
大
統
領
の
求
心
力
低
下
を
説
明

で
き
て
も
、
韓
国
に
お
け
る
政
権
末
期
の

状
況
を
齋
す
も
う
―
つ
の
要
因
で
あ
る
、

大
統
領
と
そ
の
親
族
や
関
係
者
の
腐
敗
等

を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

大
統
領
や
そ
の
親
族
或
い
は
関
係
者
の
腐

敗
を
齋
す
原
因
、
そ
れ
は
韓
国
の
大
き
過

ぎ
る
大
統
領
権
力
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

が
韓
国
に
お
い
て
政
権
末
期
の
混
乱
が
繰

り
返
さ
れ
る
二
つ
目
の
理
由
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
韓
国
の
大
統
領
権

カ
の
大
き
さ
を
他
国
と
比
べ
て
み
れ
ば
わ

か
り
や
す
い
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
大

統
領
は
議
会
に
対
し
て
、
そ
の
制
定
し
た

法
案
等
に
対
す
る
拒
否
権
を
有
し
て
い

る
。
何
故
な
ら
、
三
権
分
立
が
徹
底
す
る

ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
統
領
は
法
案
や
予
算

案
の
提
出
権
を
有
し
て
お
ら
ず
、
拒
否
権

な
し
に
議
会
と
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と

が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
拒
否

権
と
は
日
本
の
様
な
議
院
内
閣
制
下
の
国

の
首
相
が
持
つ
議
会
に
対
す
る
予
算
案
や

法
案
の
提
出
権
が
な
い
事
の
見
返
り
な
の

か
か
わ

で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
韓
国
の
大
統
領

は
国
会
に
対
す
る
法
案
や
予
算
案
の
提
出

権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
国
会
が

通
過
さ
せ
た
法
案
に
対
す
る
拒
否
権
を
も

有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
大
統
領

は
国
会
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
と

日
本
の
首
相
が
持
つ
二
つ
の
権
利
を
同
時
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一韓
国
の
大
統
領
が
こ
の
様
な
強
大
な
制

度
的
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
は
も

ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ

わ
れ
は
こ
こ
で
少
し
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
、
こ
の
特
異
な
制
度
が
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
た
か
を
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
韓
国
の
大
統
領
制
を
考
え
る
上

で
重
要
な
の
は
、

1
9
8
7年
に
お
け
る

こ
の
国
の
民
主
化
が
、
大
統
領
の
持
つ
権

限
の
大
き
さ
に
お
い
て
は
、
朴
正
煕
・
全

斗
換
の

2
代
に
亘
っ
た
軍
事
政
権
下
に

ほ
と
ん

培
わ
れ
た
強
大
な
大
統
領
の
権
限
を
殆
ど

そ
の
ま
ま
に
し
た
形
で
行
わ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。こ

の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
来

権
威
主
義
政
権
か
ら
民
主
主
義
政
権
へ
の

移
行
過
程
に
は
二
つ
の
改
革
が
為
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な

軍
事
政
権
の
遺
産

に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ら
な
い
。
即
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
権
威

主
義
体
制
下
に
お
い
て
肥
大
化
し
、
恣
意

的
に
行
使
さ
れ
て
き
た
政
治
権
力
に
つ
い

て、

1
)権
力
自
身
を
縮
小
し
、

2
)
権
力

行
使
の
あ
り
方
を
民
主
化
す
る
、
と
い
う

二
つ
の
改
革
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
に

お
け
る
民
主
化
に
お
い
て
は
、

2
)
の
部

分
の
改
革
が
徹
底
さ
れ
る
一
方
で
、

1
)

の
部
分
の
改
革
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
。

そ
し
て
韓
国
の
民
主
化
改
革
が
こ
の
よ

う
な
形
に
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ

た
。
民
主
化
を
求
め
る
人
々
の
強
い
圧
力

下
に
置
か
れ
た
、
慮
泰
愚
、
金
泳
三
、
金

大
中
と
い
っ
た
当
時
の
有
力
政
治
家
た
ち

は
、
多
く
の
時
間
を
要
す
る
「
そ
も
そ
も

大
統
領
の
権
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
べ
き
か
」
と
い
う
論
争
的
な
議
論
を
意

図
的
に
回
避
し
て
、
「
民
主
主
義
的
な
選

挙
を
早
期
に
実
現
す
る
」
こ
と
を
優
先
し

た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
民
主
化
後
の
有

カ
大
統
領
候
補
者
で
あ
る
こ
と
を
自
任
す

る
彼
ら
が
、
自
ら
が
政
権
を
獲
得
し
た
暁

に
強
い
権
力
を
行
使
す
る
事
を
求
め
た
か

ら
で
あ
る
。
即
ち
、
韓
国
で
は
「
権
威
主

義
政
権
下
と
同
様
の
強
大
な
権
力
を
持
っ

た
大
統
領
」
を
「
民
主
主
義
的
に
選
出
す

る
」
と
い
う
形
で
民
主
化
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
様
な
権
威
主
義
体
制
と
の

連
続
は
、
制
度
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
運
用
に
つ
い
て
も
見
る
事
が
出
来

る
。
そ
の
最
も
典
型
的
な
例
は
、
国
務
総

理
（
首
相
）
の
運
用
で
あ
る
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
韓
国
に
お
い
て
は
フ

ラ
ン
ス
同
様
、
大
統
領
の
下
に
首
相
が
置

か
れ
て
お
り
、
こ
の
首
相
の
任
命
に
は
国

会
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
事
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
制
度
的
に
は
、
こ
こ
で

せ
い
ち
ゅ
う

大
統
領
権
力
は
国
会
の
製
肘
を
大
き
く

受
け
る
事
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
仮
に
大
統
領
が
属
す
る
党
派
と

議
会
の

9が
異
な
る
場
合
に
は
、
大

統
領
は
首
相
と
し
て
議
会
が
支
持
す
る
候

補
者
を
選
ば
ざ
る
を
得
ず
、
結
果
、
行
政
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府
の
主
導
権
は
議
会
側
が
握
る
事
に
な

る
。
何
故
な
ら
内
閣
を
統
制
し
、
行
政
を

直
接
主
導
す
る
の
は
首
相
の
役
割
だ
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
に
お
い
て
は
同

じ
制
度
は
機
能
し
て
い
な
い
。
大
統
領
制

の
常
と
し
て
、
民
主
化
以
後
の
韓
国
で
も

大
統
領
が
属
す
る
党
派
と
議
会
多
紐
釜
盟
～

異
な
る
場
合
は
幾
度
も
存
在
し
た
が
、
こ

の
様
な
場
合
で
も
議
会
多
数
派
か
ら
直
接

扁
が
選
ば
れ
た
事
は
な
い
。
そ
も
そ
も

実
際
の
国
務
総
理
の
役
割
は
極
め
て
小
さ

く
、
行
政
府
は
ほ
ぼ
直
接
大
統
領
に
よ
っ

て
率
い
ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

権
威
主
義
体
制
か
ら
の
連
続
性
に
お
い

て
も
う
一
っ
注
目
す
べ
き
は
、
大
統
領
が

有
す
る
経
済
へ
の
強
い
統
制
力
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
大
統
領
と
そ
の
周
辺
に
腐
敗

を
齋
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
政
権
末
期
の
韓
国

が
混
乱
に
陥
る
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
過
度
な
ま
で
の

大
統
領
の
経
済
統
制
力
に
も
ま
た
そ
れ
が

齋
さ
れ
る
ま
で
の
歴
史
が
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
権
威
主

義
政
権
期
の
韓
国
大
統
領
の
強
大
な
経
済

統
制
力
の
根
源
の
一
っ
は
、
韓
国
政
府
が

市
中
銀
行
株
式
の
大
半
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
金
融
機
関
を
自
由
に
統
制
す

る
こ
と
が
で
き
た
事
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
韓
国
の
特
異
な
状
況
は
、
さ
ら
に
歴

史
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
朝
鮮
総
督
府
が
戦

書
行
の
た
め
に
翼
人
が
保
有
す
る
金

融
機
関
の
株
式
の
大
半
を
買
い
上
げ
た
事

に
由
来
し
て
い
る
。
独
立
後
の
韓
国
政
府

は
こ
の
朝
鮮
総
督
府
が
有
し
た
株
式
を
そ

の
ま
ま
継
承
し
、
結
果
、
世
界
で
も
ま
れ

に
み
る
強
固
な
金
融
支
配
を
確
立
し
た
。

そ
し
て
韓
国
政
府
は
、
こ
の
強
い
金
融
機

関
へ
の
統
制
力
を
利
用
し
て
、
こ
の
国
を

経
済
発
展
へ
と
導
く
一
方
、
時
に
同
じ
カ

を
自
ら
の
政
治
的
権
力
を
強
化
す
る
為
に

も
用
い
て
き
た
。
国
家
権
力
を
握
る
大
統

領
の
一
声
で
、
全
国
の
金
融
機
関
を
動
か

し
、
企
業
に
圧
力
を
か
け
る
事
が
可
能
な

状
況
は
、
経
済
統
制
の
み
な
ら
ず
、
政
府

に
批
判
的
な
企
業
や
そ
れ
に
よ
り
支
援
さ

れ
る
野
党
勢
力
を
締
め
上
げ
る
に
も
極
め

て
有
効
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

80年
代
の
民
主
化
に
向
か

う
過
程
で
こ
の
様
な
極
端
な
状
況
は
緩
和

さ
れ
、
現
在
は
政
府
に
よ
る
直
接
的
な
金

融
支
配
は
影
を
潜
め
て
い
る
。
だ
が
同
時

に
そ
の
事
は
、
こ
の
国
に
お
い
て
国
家
に

よ
る
上
か
ら
の
経
済
統
制
が
姿
を
消
し
た

事
を
意
味
し
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

民
主
化
以
後
も
こ
の
国
が
9
7
S
9
8
年
の
ア

ジ
ア
通
貨
危
機
や
2
0
0
 
8
年
の
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
の
様
な
深
刻
な
経
済
危
機
を

繰
り
返
し
経
験
し
て
来
た
事
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
経
験
が
韓
国
に
お
い
て
民

主
化
以
後
に
お
い
て
さ
え
、
政
府
が
経
済

に
積
極
的
に
介
入
す
る
理
由
を
提
供
し

た
。
結
果
、
韓
国
で
は
経
済
危
機
が
起
こ

る
度
に
、
政
府
が
企
業
を
「
上
か
ら
選
別
」
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＿ 
し
、
そ
の
整
理
作
業
を
行
う
、
と
い
う
事

が
繰
り
返
さ
れ
た
。
例
え
ば
リ
ー
マ
ン
シ

ョ
ッ
ク
時
に
は
時
の
李
明
博
政
権
が
不
良

企
業
の
事
実
上
の
「
格
付
け
」
を
行
い
、

こ
れ
を
整
理
す
る
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

結
論
か
ら
言
う
な
ら
、
こ
の
様
な
仕
組

み
は
、
経
済
的
に
は
韓
国
が
幾
度
も
の
危

機
を
乗
り
切
る
際
に
は
、
う
ま
く
機
能
し

て
き
た
。
だ
が
他
方
、
こ
の
経
済
に
対
す

る
巨
大
な
権
限
は
、
そ
の
権
力
を
振
る
う

大
統
領
や
そ
の
周
辺
に
腐
敗
を
齋
し
易
い

状
況
を
作
り
出
し
た
。
韓
国
の
企
業
に
と

っ
て
、
大
統
領
と
は
自
ら
が
経
営
危
機
に

陥
っ
た
場
合
に
命
運
を
握
る
存
在
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
大
統
領
と
そ
の
周
辺

と
の
良
好
な
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す

サ
ム
ス
ン
ヒ
ュ
ン
ダ
イ

る
。
三
星
や
現
代
と
い
っ
た
世
界
的
な
巨

大
財
閥
さ
え
、
大
統
領
に
対
し
、
依
然
頭

が
上
が
ら
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

結
局
、
韓
国
で
は
制
度
的
に
も
実
態
的

に
も
、
大
統
領
に
権
威
主
義
体
制
期
か
ら

引
き
継
が
れ
た
巨
大
な
権
力
が
存
在
す

る
。
そ
し
て
そ
の
巨
大
な
権
力
こ
そ
が
大

統
領
と
そ
の
周
辺
が
腐
敗
し
易
い
状
況
を

作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
末
期
の
政
権
が
レ
イ
ム
ダ
ッ
ク
化

し
、
大
き
な
混
乱
が
齋
さ
れ
る
事
に
繋
が

っ
て
い
る
。

両
班
の
失
敗
と
「
一
民
主
義
」

で
も
ど
う
し
て
韓
国
の
人
々
は
民
主
化

後
3
0
年
近
く
も
こ
の
よ
う
な
問
題
を
有
す

る
特
異
な
制
度
を
放
置
し
て
来
た
の
だ
ろ

~
゜

r

っ
カこ

の
点
を
考
え
る
に
は
韓
国
の
現
代
史

を
1
9
4
8年
の
大
韓
民
国
建
国
当
時
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
る
。
韓
国
建
国

の
直
前
、
当
時
の
憲
法
学
者
が
作
り
上
げ

た
憲
法
原
案
は
、
日
本
の
議
院
内
閣
制
に

近
い
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
が
受
け
た
教
育

は
日
本
統
治
下
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

日
本
の
制
度
の
影
響
を
受
け
た
憲
法
案
を

作
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
憲
法

イ

ス

ン

案
は
最
有
力
大
統
領
候
補
で
あ
っ
た
李
承

晩
に
よ
り
拒
否
さ
れ
る
。
李
承
晩
は
ア
メ

リ
カ
型
の
大
統
領
制
の
採
用
を
強
く
主
張

し
、
結
果
、
建
国
さ
れ
た
韓
国
は
大
統
領

制
を
採
用
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
景
に

は
、
大
統
領
候
補
で
あ
る
李
承
晩
が
議
会

か
ら
独
立
し
た
権
力
を
求
め
て
い
た
事
が

あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
注
目
す
べ
き

は
こ
こ
で
李
承
晩
が
そ
の
正
当
化
の
為
に

使
っ
た
論
理
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
「
韓

国
は
小
国
で
あ
り
、
故
に
国
際
社
会
の
中

さ
ら

で
常
に
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
韓
国
人
が
生
き
残
る
為
に
必
要
な
の

は
一
っ
の
民
と
し
て
団
結
し
、
国
民
の
意

思
を
体
現
す
る
政
治
的
指
導
者
の
下
に
ま

と
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
「
―
つ
に

ま
と
ま
っ
て
こ
そ
生
き
て
い
け
る
の
で
あ

り
、
ば
ら
ば
ら
に
な
れ
ば
滅
び
る
し
か
な

い
」
の
で
あ
る
」
。
李
承
晩
は
こ
の
様
な

自
ら
の
主
張
を
「
一
民
主
義
」
と
呼
び
、

建
国
当
初
の
韓
国
の
統
治
理
念
と
し
て
位
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置
付
け
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
弱
体
な
国

ヤ
ン
パ
ン

王
権
力
の
下
、
両
班
官
僚
が
様
々
な
党
派

に
分
裂
し
て
政
治
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
結

果
、
た
び
重
な
る
周
辺
諸
国
の
介
入
を
生

み
、
つ
い
に
は
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配

へ
と
帰
結
し
た
、
近
代
朝
鮮
史
に
対
す
る

深
い
悔
悟
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
今
な
お

韓
国
の
人
々
の
中
に
残
存
し
、
影
響
を
与

え
続
け
て
い
る
。

韓
国
が
厳
し
い
国
際
社
会
で
生
き
残
る

た
め
に
は
国
民
が
団
結
す
る
必
要
が
あ

り
、
団
結
の
た
め
に
は
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
、
そ
の
後
も
こ
の
国
の
人
々
に
共
有

さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
を

た
ど
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

1
9
6
0年
、
不
正
選
挙
糾
弾
の
叫
び

の
中
、
李
承
晩
政
権
は
打
倒
さ
れ
、
樹
立

さ
れ
た
新
た
な
体
制
の
下
、
韓
国
は
一
旦

は
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
絶
対
的
な
「
建
国
の

父
」
李
承
晩
を
退
け
た
後
に
樹
立
さ
れ
た

体
制
の
下
の
政
治
は
求
心
力
を
欠
き
、
苛

烈
な
権
力
闘
争
の
中
、
韓
国
政
治
は
著
し

い
混
乱
状
況
へ
と
直
面
し
た
。

そ
し
て
こ
の
様
な
状
況
こ
そ
が
、
李
承

晩
退
陣
か
ら
約
1
年
後
、
朴
植
恵
現
大
統

領
の
父
親
で
あ
る
朴
正
煕
が
軍
事
ク
ー
デ

タ
を
起
こ
す
原
因
の
一
っ
と
な
っ
た
。
権

力
を
掌
握
し
た
朴
正
熙
が
強
調
し
た
の
も

ま
た
、
李
承
晩
と
同
様
、
強
大
国
の
狭
間

に
置
か
れ
る
韓
国
の
苦
境
で
あ
り
、
そ
れ

故
の
強
い
指
導
者
と
そ
の
指
導
者
の
下
の

民
族
団
結
の
必
要
性
だ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
半
世
紀
以
上
も
前

の
経
験
は
、
今
も
韓
国
の
人
々
の
政
治
に

対
す
る
考
え
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
韓
国
の
多
く
の
人
々
は
、
李
承

晩
政
権
末
期
の
民
主
化
運
動
に
よ
り
導
入

さ
れ
た
議
院
内
閣
制
に
対
し
て
、
そ
の
後

「
正
し
い
民
衆
の
意
思
」
の
呪
縛

の
混
乱
し
た
政
治
状
況
と
結
び
つ
い
た
否

定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
一
方
、
李
承
晩

と
朴
正
煕
と
い
う
二
人
の
独
裁
的
指
導
者

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
大
統
領
制
に
は
強

い
肯
定
的
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
。

重
要
な
の
は
、
過
去
に
植
民
地
支
配
を

経
験
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
南
北

分
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
今
ま
た
米
中
両

大
国
の
狭
間
に
置
か
れ
る
韓
国
の
人
々
が

自
ら
の
生
存
に
対
す
る
強
い
危
機
意
識
を

持
ち
続
け
て
い
る
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
彼
ら
は
時
に
困
難
な
国
際
社
会
に
お
い

て
自
ら
を
力
強
く
率
い
る
政
治
的
指
導
者

を
希
求
す
る
。
そ
し
て
そ
の
事
は
、
現
在

に
お
い
て
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
訳
で

は
な
い
。

だ
が
そ
こ
に
は
大
き
な
矛
盾
が
存
在
す

る
。
何
故
な
ら
、
民
衆
の
中
に
多
様
な
意
思

が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
民
衆
の
意
思
に

よ
る
民
主
主
義
と
、
強
力
な
権
限
を
持
つ

政
治
指
導
者
に
よ
る
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
は
、
時
に
両
立
困
難
で
あ
る
筈
だ
か
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一 ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
為
に
は
、
政
治
指
導

者
は
時
に
多
様
な
民
衆
の
意
思
の
中
か
ら

何
か
し
ら
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の

選
択
の
結
果
、
行
わ
れ
る
政
治
は
、
必
然
的

に
こ
れ
に
反
す
る
意
思
を
持
つ
人
々
の
意

向
と
は
反
す
る
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
韓
国
の
人
々
は
必
ず
し
も
そ

う
は
考
え
な
い
。
不
可
能
に
見
え
る
一

j

つ

の
要
素
を
彼
ら
の
頭
の
中
で
つ
な
ぐ
も

の
、
そ
れ
は
韓
国
政
治
に
頻
発
す
る
「
正

し
い
（
オ
ル
バ
ル
ン
）
」
と
い
う
固
有
の
概

念
で
あ
る
。

彼
ら
は
言
っ
。
世
の
中
に
は
「
正
し
い

歴
史
認
識
」
が
あ
る
よ
う
に
、
「
正
し
い

民
衆
の
意
思
」
も
存
在
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
政
治
的
指
導
者
は
こ
の
「
正
し
い
民
衆

し
ん
し
や
く

の
意
思
」
を
料
酌
し
て
、
自
ら
の
強
大
な

権
力
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が

「
正
し
い
政
治
」
で
あ
り
、
「
正
し
い
民
主

主
義
」
な
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
韓

国
に
お
け
る
強
大
な
大
統
領
権
力
は
、
そ

れ
を
通
じ
て
「
正
し
い
民
衆
の
意
思
」
を

み

な

実
現
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
だ
と
見
倣
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
韓
国
の
大
統
領
に
は
「
正

し
い
民
衆
の
意
思
」
を
見
極
め
、
そ
れ
を

現
実
政
治
へ
と
迅
速
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
為
に
は
大
統

領
と
民
衆
の
間
の
高
度
な
意
思
疎
通
が
必

要
で
あ
り
、
当
然
高
い
透
明
性
も
求
め
ら

れ
る
。
朴
種
恵
と
そ
の
「
親
友
」
と
さ
れ

る
雀
順
実
と
の
関
係
が
強
く
批
判
さ
れ
る

理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
何
故
な
ら
、
大
統

領
は
「
正
し
い
民
衆
の
意
思
」
の
み
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
行

動
が
一
介
の
「
親
友
」
の
意
見
に
よ
り
左

右
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
、
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
大
き
な
問
題
が
浮
上
す

る
。
現
実
の
民
衆
の
意
思
は
多
紐
字
で
あ
り
、

故
に
何
が
「
正
し
い
民
衆
の
意
思
」
で
あ

る
か
を
見
定
め
る
事
は
不
可
能
に
近
い
。

加
え
て
、
仮
に
一
旦
「
正
し
い
民
衆
の
意

思
」
を
見
定
め
る
事
が
出
来
た
と
し
て
も
、

そ
の
意
思
は
時
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
。

故
に
過
去
の
「
正
し
い
民
衆
の
意
思
」
に

則
っ
て
作
ら
れ
た
「
正
し
い
公
約
」
も
、

い
つ
か
は
新
た
な
「
正
し
い
民
衆
の
意

思
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。

結
果
、
韓
国
の
政
治
家
は
過
去
の
「
正
し

い
民
衆
の
意
思
」
の
反
映
で
あ
る
公
約
と
、

新
た
な
る
「
正
し
い
民
衆
の
意
思
」
の
板

挟
み
と
な
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
韓
国
の
人
々
は
、
一
旦

は
「
正
し
い
民
衆
の
意
思
を
体
現
す
る
正

し
い
指
導
者
」
と
見
倣
し
、
一
度
は
そ
れ

ゆ
え
に
熱
狂
的
に
支
持
し
た
政
治
指
導
者

に
、
や
が
て
は
失
望
す
る
事
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
大
き
な
危
機
感
と
大
き
な
期
待

を
持
っ
て
大
き
な
権
力
を
作
っ
た
韓
国
の

人
々
は
、
迅
速
な
意
思
決
定
と
引
き
換
え

に
、
大
き
な
混
乱
を
も
獲
得
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
が
彼
ら
が
望
ん
で
獲
得
し
た
も

の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
―
つ
の
「
民
主

主
義
の
形
」
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
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